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モ
ン
ゴ
ル
文
（
縦
文
字
）
A
5
版
、
一
九
八
頁
か
ら
な
る
本
寺
は
、
オ
ル

ド
ス
の
ハ
タ
ギ
ン
姓
を
も
つ
一
族
（
現
在
で
は
、
過
去
の
よ
う
な
氏
族
制
度

が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
氏
族
と
せ
ず
、
「
ハ
タ
ギ
ン
一
族
」
と

以
下
記
す
。
）
が
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
継
承
し
て
き
た
「
ハ
ー
ン
家
の
十
三

ア
タ
ガ
テ
ン
グ
リ
祭
認
」
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
ハ
タ
ギ
ン
一
族

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ン
の
＝
代
前
の
祖
先
に
あ
た
る

ボ
ド
ソ
チ
ャ
ル
の
兄
ハ
タ
ギ
の
末
務
で
あ
り
、
『
元
朝
秘
史
』
で
は
「
合
塔

斤
」
あ
る
い
は
門
合
答
斤
」
な
ど
と
記
さ
れ
た
氏
族
で
あ
る
。
ま
た
ア
タ
ガ

テ
ン
グ
リ
と
は
、
一
般
に
象
神
と
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
祖
先
祭
祀
に
関

す
る
神
あ
る
い
は
天
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
主
張
に
し
た
が
え
ば
、

こ
の
祭
祀
は
本
来
、
ハ
ー
ン
家
す
な
わ
ち
ボ
ド
ソ
チ
ャ
ル
の
末
窩
で
あ
る
ボ

ル
ジ
ギ
ソ
一
族
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
本
割
は
、
ハ

タ
ギ
ソ
一
族
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
、
ボ
ル
ジ
ギ
ン
一
族
の
祖
先
祭
祀

に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
、
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
廃
す
れ

ば
、
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ソ
を
さ
か
の
ぼ
る
傍
系
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
チ

ン
ギ
ス
ハ
ソ
直
系
の
祖
先
祭
祀
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
本
著
の
漢
訳
名
は
『
恰
騰
根
十
三
家
神
祭
配
』
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
ま
ま
で
は
「
ハ
タ
ギ
ン
氏
族
十
三
家
の
、
神
の
祭
祀
」
と
誤
解
さ

れ
や
す
い
。
本
著
は
、
そ
の
漢
訳
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
『
恰

塔
斤
十
三
阿
二
天
祭
祀
』
と
し
て
出
版
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
本
著
の
最
大
の
特
微
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
し
て
デ
ー
タ
が

集
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
の
人
々
が
現
在
集

中
し
て
い
る
ウ
…
シ
ソ
旗
を
中
心
に
、
オ
ル
ド
ス
地
方
一
帯
で
六
年
間
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
か
れ
ら
の
間
に
受

け
継
が
れ
て
き
た
祭
祀
の
具
体
的
諸
根
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
従
来
の
モ
ン
ゴ
ル
文
化
史
と
り
わ
け
宗
教
的
側
面
に
関
す
る
研
究
で
は
、

も
っ
ぱ
ら
仏
教
伝
来
お
よ
び
そ
の
普
及
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
て
き
た
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
も
多
く
の
関
心
が
よ
せ
ら
れ
て
は
き
た
が
、
『
元

朝
秘
史
』
や
い
く
つ
か
の
旅
行
記
な
ど
に
資
料
が
限
定
さ
れ
る
た
め
に
、
仏

教
以
前
の
モ
ン
ゴ
ル
の
宗
教
を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
。

資
料
の
限
界
と
い
う
、
方
法
論
上
の
大
き
な
ゆ
き
づ
ま
り
が
存
在
し
て
い
る
。

　
本
著
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
の
祖
先
神
信
伸
と
そ
の
儀
礼
に

つ
い
て
正
確
な
内
容
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

詳
細
不
明
と
さ
れ
て
き
た
古
代
モ
ン
ゴ
ル
人
の
宗
教
形
態
あ
る
い
は
モ
ン
ゴ

ル
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
理
解
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
と
翠
柳
に
、

こ
う
し
た
テ
ー
マ
に
関
す
る
研
究
に
お
け
る
、
方
法
論
上
の
ゆ
き
づ
ま
り
に

対
し
て
も
一
石
を
投
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ン
の
一
族
に
ま
つ
わ
る
祖
先
神
崇
拝
と
し
て
は
、

チ
ン
ギ
ス
ハ
ソ
そ
の
も
の
を
神
格
化
し
た
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
、
す
で
に
『
成

吉
思
汗
祭
典
漉
（
重
文
）
．
、
巴
冨
づ
◎
a
皐
出
3
）
厳
惇
㊤
、
、
が
一
九
八
三
年
民

族
出
版
社
（
北
京
）
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ソ
を
め
ぐ
る
遺
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品
を
護
る
職
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
賦
役
を
い
っ
さ
い
免
除
さ
れ
た

五
百
戸
の
ダ
ル
ハ
ト
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
自
称
七
百
年
あ
ま
り
の
聞
、
秘

儀
と
し
て
伝
え
て
き
た
儀
礼
内
容
を
、
初
め
て
公
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
た

だ
し
、
そ
の
一
部
の
唱
文
は
モ
ス
タ
ー
ル
神
父
や
リ
ン
チ
ェ
ソ
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
て
い
た
。
）
そ
こ
に
は
、
祭
典
の
式
次
第
お
よ
び
祭
典
に
お
い
て
唱

え
ら
れ
る
祝
詞
な
ど
の
大
部
分
、
さ
ら
に
ダ
ル
ハ
ト
の
職
種
構
成
な
ど
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
も
ま
た
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
本
著
に
似
て
、

聞
き
取
り
調
査
を
も
と
に
し
て
お
り
、
モ
ン
ゴ
ル
の
文
化
史
・
宗
教
史
を
ひ

も
と
く
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
両
雄
の
関

係
は
、
と
り
あ
え
ず
、
い
わ
ば
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ン
以
前
と
そ
れ
以
後
と
い
う
か

た
ち
で
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
る
モ
ン
ゴ
ル
研
究
と
り
わ
け
文
化
史
研
究
に
お
け
る
最

新
の
成
果
と
し
て
、
こ
こ
に
本
著
を
と
り
あ
げ
る
。

　
著
着
に
つ
い
て
は
『
内
蒙
古
人
名
録
（
社
会
科
学
版
）
』
（
漢
文
）
お
よ
び

『
オ
ル
ド
ス
人
名
録
』
（
難
文
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら

に
よ
れ
ば
、
著
者
ホ
ル
ッ
バ
ー
タ
ル
氏
は
、
一
九
五
八
年
生
ま
れ
、
オ
ル
ド

ス
地
方
オ
ト
ク
旗
出
身
の
ソ
ロ
ン
ゴ
ー
ト
一
族
で
あ
る
。
現
在
、
フ
フ
ホ
ト

市
に
あ
る
内
蒙
古
党
校
に
勤
務
し
、
哲
学
雑
誌
の
編
集
に
あ
た
る
一
方
で
、

モ
ン
ゴ
ル
哲
学
史
、
思
想
史
の
研
究
に
従
事
し
て
い
る
。
若
く
し
て
す
で
に

い
く
つ
か
の
論
文
を
も
の
し
て
い
る
が
、
本
実
と
俺
接
関
係
す
る
も
の
と
し

て
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
「
ハ
糊
入
ソ
族
十
三
家
塾
の
四
季
祭
祀
」
『
内
蒙
古
社
会
科
学
（
蒙
文

　
　
版
）
』
一
九
八
五
年
四
号
、
　
一
一
九
一
一
二
六
頁

　
　
「
ハ
ー
ン
家
の
ジ
ュ
ゲ
リ
祭
に
つ
い
て
」
『
内
蒙
古
社
会
科
学
（
難
文

　
　
版
）
』
一
九
八
六
年
二
号
、
一
二
五
一
ご
二
二
頁

前
者
は
、
本
著
の
第
三
章
に
、
後
者
は
第
一
章
第
一
節
に
対
応
し
て
お
り
、

い
ず
れ
も
本
著
に
先
だ
っ
て
書
か
れ
た
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
著
を

読
み
す
す
め
る
う
え
で
の
良
い
手
引
き
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
ツ
ォ
フ
以
来
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
形
態
論
な
い
し
そ

の
発
展
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
円
陣
（
ク
リ
エ
ソ
）
に
つ
い
て
、
「
古
代

モ
ン
ゴ
ル
の
円
陣
に
関
す
る
予
察
」
（
『
内
蒙
古
社
会
科
学
（
蒙
文
版
）
』
一
九

八
七
年
四
号
、
四
T
l
五
一
買
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
形
態
や
構
造
で
は

な
く
、
そ
の
機
能
的
側
面
が
整
理
さ
れ
て
い
る
点
が
特
筆
さ
れ
よ
う
。
本
著

で
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
十
三
と
い
う
天
な
い
し
神
の
数
の
起
源
を
論
じ
る

際
に
、
こ
の
円
陣
の
問
題
が
思
想
的
側
面
か
ら
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
さ
ら
に
、
有
名
な
詩
人
で
あ
り
か
つ
歴
史
家
で
あ
る
ケ
シ
ク
バ
ト
（
一

八
五
八
～
一
九
一
七
）
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
紹
介
や
編
集
な
ど
に
、
小
著

の
著
者
が
か
か
わ
っ
て
い
る
理
由
は
、
こ
の
詩
人
が
一
戸
ギ
ソ
一
族
で
あ
る

こ
と
と
多
分
に
関
係
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
本
葺
に
つ
い
て
は
す
で
に
『
蒙
古
学
－
資
料
与
情
報
1
』
一
九
八

七
年
二
号
の
六
八
頁
に
「
モ
ン
ゴ
ル
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
好
書
」

と
し
て
、
ご
く
簡
単
に
概
略
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
本

著
の
目
次
に
し
た
が
っ
て
、
詳
し
く
内
容
を
紹
介
し
、
文
献
解
題
と
し
た
い
。

な
お
、
解
題
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
直
接
、
箸
者
と
の
議
論
を
経
て
、
や
や

不
明
瞭
な
記
載
内
容
を
補
足
し
た
。

　
本
著
は
、
三
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
モ
ン
ゴ
ル
シ
ャ
マ
ニ
ズ

ム
に
お
け
る
天
の
祭
祀
」
と
題
さ
れ
た
第
一
章
は
、
「
ハ
タ
ギ
ン
一
族
の
十

三
家
神
祭
祀
の
起
源
し
と
い
う
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
祭
祀
を
歴
史
的

に
位
置
づ
け
る
作
業
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
の
祭
憩
を
モ
ン

ゴ
ル
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
テ
ン
グ
リ
神
の
祭
祀
」
と
み
な
す
見
解

140 （300）



評書

の
畏
示
と
も
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
第
一
章
に
お
い
て
、
本
著
を

み
ず
か
ら
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
つ
づ

く
第
二
章
、
第
三
章
で
祖
先
祭
祀
の
儀
礼
内
容
を
具
体
的
に
叙
述
す
る
と
い

う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
第
一
節
「
ハ
ー
ン
家
の
祭
紀
と
し
て
の
ジ
ュ
ゲ
リ
儀
礼
」
で
は
、

ハ
タ
ギ
ン
一
族
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
十
三
家
神
祭
祀
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
そ

の
原
始
形
態
が
推
測
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
『
元
朝
秘

史
』
に
記
さ
れ
た
祭
天
儀
礼
〃
主
格
黎
（
ジ
ュ
ゲ
リ
）
”
に
関
す
る
こ
れ
ま
で

の
解
釈
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
ボ
ル
ジ
ギ
ン
一
族
の
祖
先
神
を
ま
つ

る
儀
礼
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
秘
史
』
を
は
じ
め
と
し
、

『
黄
冊
』
の
記
述
な
ど
か
ら
、
こ
の
儀
礼
に
お
い
て
父
系
の
血
統
が
厳
守
さ

れ
る
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
儀
礼
の
場
は
系
譜
の
暗
囑

を
通
じ
て
血
統
を
確
認
す
る
場
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
卑
近
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、
系
譜
を
そ
ら
ん
じ
て
い
な
い
者
は
一
族
と
み
な
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
族
が
文
宇
を
も
つ
に
至
る
以
前
か
ら
、
そ
の
嶺
自
を

明
確
に
記
憶
し
え
た
の
は
、
こ
う
し
た
儀
礼
の
場
に
お
い
て
常
に
そ
の
系
譜

を
再
確
認
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
『
集
史
』
に
お
い
て
、
ラ
シ
ド

が
「
モ
ン
ゴ
ル
族
は
、
ど
の
民
族
に
も
ま
し
て
、
そ
の
出
自
を
正
確
に
記
憶

し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
賞
賛
を
可
能
に
し
た
の
は
、
こ

の
儀
礼
に
こ
そ
鍵
が
あ
る
の
だ
、
と
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
〃
主
格
黎
（
ジ
ュ
ゲ
リ
）
”
と
い
う
祭
礼
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て

は
、
木
に
「
肉
」
を
か
け
て
天
を
ま
つ
る
と
記
さ
れ
た
『
秘
史
』
の
説
明
書

き
を
今
一
歩
深
め
て
、
「
ジ
ュ
ル
ト
」
（
『
秘
史
』
で
は
「
只
皇
都
」
な
ど
と
記

さ
れ
た
も
の
）
を
木
に
か
か
げ
る
も
の
だ
と
規
定
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

ジ
ュ
ル
ト
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
見
解
を
検
討
し
た
う
え
で
、
家
畜
な
い
し

動
物
の
内
臓
－
頭
・
顎
・
雷
か
ら
順
に
気
管
支
・
心
臓
・
肺
臓
・
肝
臓
・
胆

嚢
ま
で
が
切
れ
ず
に
つ
な
が
っ
た
も
の
一
と
い
う
原
義
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

「
肉
」
と
い
う
曖
昧
な
記
述
は
、
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
の
実
例
を
有
力
な
証
拠
と

し
て
、
こ
の
特
殊
な
内
臓
に
羅
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
肉
で
な
い
部
分
、
し
か
し
な
が
ら
魂
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
と

し
て
最
も
重
視
さ
れ
る
部
分
を
木
に
か
け
て
天
に
捧
げ
、
肉
の
部
分
と
と
も

に
参
会
者
一
同
で
共
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
族
を
確
認
し
あ
う
と
い
う
。

　
以
上
が
、
〃
主
格
黎
（
ジ
ェ
ゲ
リ
）
”
祭
天
す
な
わ
ち
ハ
ー
ン
家
の
祖
先
神

祭
祀
の
具
体
的
機
能
お
よ
び
方
法
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
れ
が
、
温
容
ギ
ン
一
族
に
継
承
さ
れ
て
き
た
、
十
三
雷
神
祭
祀
の
原
始
的

姿
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
が
祭
祀
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
十
三
ア
タ
ガ
テ
ソ
グ

リ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
十
三
と
い
う
数
字
と
ア
タ
ガ
と
い
う
名
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
節
を
別
に
も
う
け
て
著
者
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
く
。

　
ま
ず
、
第
一
章
第
二
節
「
十
三
と
い
う
数
に
つ
い
て
」
で
は
、
原
始
共
同

体
か
ら
社
会
階
層
が
発
生
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
唯
一
最
高
神
で
あ
る
と
こ

ろ
の
「
蒼
天
」
か
ら
多
く
の
神
々
へ
と
展
開
す
る
と
い
う
解
釈
に
続
い
て
、

十
三
が
一
般
に
モ
ン
ゴ
ル
族
の
尊
重
す
る
数
で
あ
る
こ
と
が
、
ゲ
セ
ル
物
語

な
ど
を
引
用
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
平
面
上
の
八
方
向
と
、
北
に
二
つ
を
加
え
、

さ
ら
に
天
、
地
、
地
下
の
三
つ
を
加
え
た
十
三
で
あ
る
と
さ
れ
る
説
を
著
者

は
有
力
視
し
て
い
る
が
、
北
に
の
み
二
つ
加
わ
る
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
と

し
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
特
筆
さ
れ
る
べ
き
は
、
副
題
に
「
円
陣
思
想
の

萌
芽
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
十
三
と
い
う

数
字
を
円
形
と
関
連
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
円
陣
思
想
の
背
後
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
八
方
向
プ
ラ
ス
北
二
つ
の
一
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○
で
ほ
ぼ
円
形
と
な
り
、
さ
ら
に
三
つ
が
加
わ
っ
た
、
い
わ
ば
球
形
に
配
置

さ
れ
た
十
三
の
神
々
に
よ
っ
て
護
ら
れ
る
と
い
う
世
界
観
が
あ
る
、
と
著
者

は
み
て
い
る
。
球
形
の
基
礎
と
な
る
円
形
な
い
し
円
陣
は
、
共
同
体
の
団
結

を
象
徴
す
る
形
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
排
他
性
を
も
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
モ
ン
ゴ
ル
族
の
あ
い
だ
で
は
、
十
三
と
い
う
数
の
ほ
か
に
も
三
、
五
、

七
、
九
な
ど
の
数
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祖
先
神
崇
拝

に
お
い
て
、
十
三
と
い
う
数
こ
そ
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う

か
。
著
者
は
、
十
三
と
い
う
数
を
円
形
に
み
た
て
て
お
り
、
こ
れ
を
さ
ら
に

円
陣
思
想
の
背
後
に
あ
る
世
界
観
と
関
連
づ
け
て
、
排
他
的
集
団
の
凝
集
力

の
象
徴
と
し
捉
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
つ
づ
く
第
三
節
「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
九
九
天
」
は
、
九
九
存
在
す
る
と
さ

れ
て
い
る
モ
ン
ゴ
ル
の
神
々
の
な
か
に
、
ア
タ
が
天
を
位
置
づ
け
る
試
み
で

あ
る
。
テ
ソ
グ
リ
の
語
源
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど

の
紙
面
は
、
様
々
な
テ
ソ
グ
リ
の
名
称
の
列
記
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
多
様

な
文
学
的
テ
キ
ス
ト
に
登
場
す
る
テ
ン
グ
リ
に
関
し
て
の
、
一
種
の
名
称
目

録
を
呈
し
て
い
る
。
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
抜
き
に
し
て
名
称
を
拾
い
あ
げ
る
こ

と
は
、
そ
れ
ほ
ど
生
産
的
な
作
業
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
ブ
リ
ヤ
ー
ト
族
の
あ
い
だ
で
は
、
善
を
代
嘉
す
る
西
の
五
五
天
と
、
悪
を

つ
か
さ
ど
る
東
の
四
四
天
が
拮
抗
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
タ
ガ
テ
ソ

グ
リ
は
、
こ
の
う
ち
東
の
四
四
天
の
最
高
位
と
さ
れ
て
き
た
。
悪
に
分
類
さ

れ
る
ア
タ
ガ
テ
ソ
グ
リ
を
家
神
と
し
て
崇
め
る
点
に
つ
い
て
は
、
自
然
の
脅

威
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
古
代
モ
ン
ゴ
ル
人
の
、
自
然
界
に
対
す
る
畏
敬
の
念

の
表
れ
で
あ
る
と
し
て
安
易
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
と
り
あ
え

ず
、
九
九
天
の
中
に
ア
タ
ガ
テ
ン
グ
リ
を
位
置
づ
け
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

著
者
は
、
ア
タ
が
天
を
ま
つ
る
と
い
う
こ
の
祖
先
神
崇
拝
を
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム

の
一
環
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
了
解
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
第
～
章
第
四
節
「
ナ
ル
ド
ス
・
ハ
墨
田
ン
一
族
の
ア
タ
ガ
テ
ソ
グ
リ
祭
祀
」

で
は
、
七
三
ギ
ソ
氏
族
の
歴
史
が
言
及
さ
れ
る
。
ハ
タ
ギ
ソ
氏
族
が
オ
ル
ド

ス
へ
南
下
し
て
き
た
こ
と
、
お
よ
び
ア
タ
ガ
テ
ソ
グ
リ
祭
祀
を
受
け
継
ぐ
に

至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
口
頭
伝
承
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
当
初
チ
ン
ギ
ス
ハ
ソ
に
対
抗
し
て
い
た
頃
の
住
地
、
す
な
わ
ち
ハ
ル
晶
群

流
域
か
ら
、
や
が
て
オ
ル
ド
ス
へ
南
下
し
て
き
た
こ
と
と
関
連
し
て
次
の
よ

う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
と
い
う
。
ア
ル
タ
イ
・
ハ
ン
ガ
イ
山
脈
地
方
か
ら

来
た
人
々
な
の
で
、
故
郷
を
懐
か
し
み
、
い
つ
で
も
故
郷
に
帰
れ
る
よ
う
に

と
準
備
す
る
、
馬
か
ら
は
ず
し
た
鞍
を
、
必
ず
北
西
に
向
け
る
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
、
と
。
こ
の
南
下
を
著
老
は
、
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ソ
時
代
に
想
定
し
て

い
る
。

　
一
方
、
本
来
ボ
ル
ジ
ギ
ン
氏
族
の
祖
先
神
祭
祀
を
受
け
継
い
だ
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
掲
げ
る
。
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ソ
の
護

衛
隊
で
功
を
た
て
た
バ
ヤ
ン
ハ
ラ
な
る
人
物
が
、
五
百
戸
長
の
任
官
を
不
服

と
し
、
黄
金
一
族
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
申
し
出
た
が
、
許
さ
れ
な
か
っ
た

た
め
、
ア
タ
ガ
テ
ン
グ
リ
に
誓
い
を
た
て
て
、
こ
れ
を
み
ず
か
ら
の
守
護
神

と
し
て
、
以
後
代
々
こ
れ
を
ま
つ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
。
こ
の
バ
ヤ
ン
ハ

ラ
な
る
入
物
に
つ
い
て
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
有
名
な
詩
人
ヶ
シ
ク
バ
ト
の

孫
サ
イ
シ
ャ
ル
ト
が
一
九
六
〇
年
代
に
書
き
残
し
た
「
ハ
タ
ギ
ン
族
の
系
譜
」

に
よ
れ
ば
、
サ
イ
シ
ャ
ル
ト
か
ら
せ
い
ぜ
い
九
代
前
に
し
か
遡
ら
な
い
。
著

者
は
、
こ
の
系
譜
が
新
し
く
書
き
写
さ
れ
る
際
に
、
サ
イ
シ
ャ
ル
ト
の
八
代

前
に
あ
た
る
ロ
ブ
サ
ン
と
バ
ヤ
ン
ハ
ラ
の
間
に
記
載
も
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
、
バ
ヤ
ン
ハ
ラ
を
元
朝
末
ま
で
遡
る
と
推
測
し
て
い
る
。
チ
ソ
ギ
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封書

ス
ハ
ソ
を
ま
つ
る
原
型
が
整
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
フ
ビ
ラ
イ
ハ
ン
時
代
か
ら
、

さ
ら
に
充
分
下
る
時
代
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
本
来
ボ
ル
ジ
ギ
ソ
一
族
の
祖
先
神
祭
祀
で
あ
っ
た
も
の
が
、
チ

ン
ギ
ス
ハ
ン
の
死
後
、
チ
ン
ギ
ス
ハ
ソ
そ
の
も
の
を
神
格
化
す
る
崇
拝
が
始

ま
る
た
め
に
、
傍
系
で
あ
る
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
に
そ
の
管
轄
が
移
行
し
た
も
の
、

と
推
測
し
て
い
る
。
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
陵
で
の
祭
典
に
お
い
て
オ
ル
ド
ス
の
各

旗
が
、
な
ん
ら
か
の
参
加
、
負
担
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ハ
調
帯
ン
一
族
は
か
か
わ
ら
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
点
で
、
確
か
に
、

チ
ン
ギ
ス
ハ
ソ
祭
典
と
ハ
タ
ギ
ン
一
族
の
祖
先
神
祭
祀
と
は
排
他
的
関
係
に

あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う
な
口
承
だ
け
か
ら
で

は
、
著
者
の
推
測
は
根
拠
に
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
チ
ソ
ギ
ス
ハ

ソ
を
め
ぐ
る
遺
品
を
納
め
た
オ
ル
ド
ス
お
よ
び
そ
れ
を
護
る
ダ
ル
ハ
ト
た
ち

は
、
移
動
を
繰
り
返
し
、
最
終
的
に
現
在
の
地
、
す
な
わ
ち
オ
ル
ド
ス
ま
で

南
下
し
て
固
定
し
た
の
は
、
早
く
と
も
一
五
世
紀
半
ば
の
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
本
著
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
ハ
タ
ギ
ン
一
族
の
歴
史
は
、
オ
ル
ド

ス
全
体
の
歴
史
と
も
関
連
づ
け
て
再
検
討
を
要
す
る
。
史
料
に
よ
る
裏
付
け

が
ま
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
第
一
章
で
は
、
チ
ン
ギ
ス
ハ
ソ
｝
族
を
め
ぐ
る
祖
先
神

祭
祀
に
つ
い
て
一
応
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
と
り
つ
け
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
ま
で
で
、
紙
面
上
、
ち
ょ
う
ど
半
分
に
相
当
す
る
。
本
著
の
後
半
部
こ

そ
が
、
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
を
も
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
ア
タ
ガ
テ

ン
グ
リ
祭
祀
の
内
容
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
二
章
「
隠
男
ギ
ン
族
の
十
三
家
神

祭
祀
を
め
ぐ
る
一
般
的
状
況
」
に
、
お
よ
そ
半
分
の
紙
面
が
さ
か
れ
る
。
残

る
第
三
章
「
十
三
家
神
の
祭
祀
儀
礼
」
は
、
い
わ
ば
そ
の
年
中
行
事
を
記
録

し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
章
は
、
第
三
章
の
理
解
を
促
す
た
め
に
、
あ
ら
か

じ
め
基
本
的
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
儀
礼
に
ま
つ
わ
る
特
殊

用
具
、
用
語
の
解
説
も
含
ま
れ
る
。
聞
き
取
り
調
査
で
ど
れ
ほ
ど
の
警
報
が

得
ら
れ
た
か
、
ま
た
不
幸
な
十
年
間
の
混
乱
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
の
文
献
や

文
物
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
も
、
第
二
章
で
お
お
よ
そ
見
嘉
が

つ
く
。

　
第
二
章
第
一
節
で
は
「
十
三
家
禽
祭
祀
の
場
駈
」
が
、
北
か
ら
オ
ル
ド
ス

へ
南
下
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
そ
の
後
三
転
し
て
か
ら
、
現
在
の
ウ
ー
シ
ソ
旗

シ
ャ
ラ
リ
ク
・
ソ
ム
の
ボ
ル
ポ
ド
ー
へ
と
移
動
し
た
こ
と
が
、
古
老
の
伝
承

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
第
二
章
第
二
節
に
お
け
る
「
ハ
タ
ギ
ソ
十
三
家
神
の
二
大
戒
律
」
と
は
、

〃
秘
密
を
絶
対
に
厳
守
す
る
こ
と
”
す
な
わ
ち
〃
秘
儀
と
し
て
継
承
す
る
こ

と
”
お
よ
び
〃
儀
礼
に
際
し
て
関
与
す
る
す
べ
て
の
者
と
物
を
清
め
る
こ
と
”

を
指
し
て
い
る
。
前
者
の
戒
め
に
つ
い
て
は
、
『
秘
密
の
書
』
と
呼
ば
れ
る

も
の
が
存
在
し
て
い
た
。
ハ
既
出
ン
一
族
の
中
の
、
儀
礼
を
つ
か
さ
ど
る
者

で
さ
え
、
通
常
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
書
に
い
っ
た
い
何
が
書

か
れ
て
い
た
か
は
、
も
は
や
永
遠
の
謎
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
九
六
六

年
に
難
を
避
け
た
際
、
雨
に
打
た
れ
、
虫
に
食
わ
れ
て
尖
わ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
一
説
に
は
、
砂
中
に
埋
め
て
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
も
い
う
。
後
者
の

戒
め
ば
、
火
で
清
め
た
う
え
で
、
清
め
の
た
め
の
誉
詞
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と

を
指
す
。
そ
の
半
文
は
、
著
者
に
よ
る
録
音
記
録
を
、
他
の
三
つ
の
文
献
と

照
合
し
た
う
え
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
に
も
、
清
め
を
闘
的
と
す
る

異
な
る
三
つ
の
唱
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
と
の
関
係
は
第
三
章

で
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
章
第
三
節
「
ア
タ
ガ
テ
ソ
グ
ジ
の
宮
殿
」
に
は
、
い
わ
ば
神
殿
と
も

い
え
る
建
築
物
に
つ
い
て
、
そ
の
地
形
的
環
境
と
構
造
、
外
装
、
内
装
な
ど
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が
、
儀
礼
内
容
と
関
連
づ
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
神
殿
は
チ
ョ
ム
チ
ョ
ク

と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
語
は
、
本
来
ハ
ナ
（
折
り
畳
み
式
の
木
製
格
子
壁
）
が

な
い
も
の
を
指
す
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
マ
イ
ダ
ル
著
の
『
モ
ン
ゴ
ル
・
ゲ

ル
』
で
は
、
現
在
で
も
北
方
狩
猟
民
に
み
ら
れ
る
掘
立
て
式
の
テ
ン
ト
を
指

し
て
お
り
、
こ
の
儀
礼
の
起
源
の
古
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
塩
沢
地
の
中
の
小
高
い
と
こ
ろ
に
、
そ
の
神
殿
は
南
面
す
る
。
約
一
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
余
り
南
に
は
灌
木
の
は
え
た
小
高
い
丘
が
二
つ
あ
る
。
西
側
の
丘

か
ら
は
、
宮
殿
の
西
へ
と
抜
け
る
溝
隠
が
通
じ
て
お
り
、
夏
の
大
祭
に
お
い

て
、
い
く
つ
も
の
旗
が
宮
殿
へ
と
招
き
入
れ
ら
れ
る
道
と
な
る
。
ま
た
、
流

鏑
馬
の
通
路
で
も
あ
る
。
流
鏑
馬
の
標
的
と
な
る
人
形
は
、
こ
の
溝
地
に
沿

っ
て
儘
の
よ
う
に
高
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
設
け
ら
れ
る
。

　
神
殿
と
は
い
っ
て
も
、
一
般
の
家
屋
よ
り
も
小
さ
く
、
四
本
の
柱
に
四
枚

の
板
を
は
さ
み
、
フ
ェ
ル
ト
で
覆
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
殿
の
慮
り
に

は
、
五
百
人
ほ
ど
が
収
容
で
き
る
、
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
楊
柳
製
の

囲
い
が
あ
り
、
そ
の
囲
い
の
南
の
入
口
の
さ
ら
に
南
に
は
、
東
西
方
向
に
一

面
の
壁
が
仕
切
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
仕
切
り
の
南
東
と
囲
い
の
南
東
に
、
そ

れ
ぞ
れ
香
を
た
く
場
所
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
式
次
第
に
癒
じ
て
場
所
を
移

し
つ
つ
、
清
め
の
血
糊
が
震
え
ら
れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も

第
三
章
の
記
載
内
容
と
照
合
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
第
二
組
衆
四
節
「
祭
祀
道
具
」
で
は
、
旗
、
シ
ョ
ル
（
や
じ
り
）
、
弓
矢
、

刀
、
灯
明
、
太
鼓
、
フ
ェ
ル
ト
、
机
な
ど
祭
祀
に
用
い
ら
れ
る
様
々
な
道
具

が
、
そ
れ
ぞ
れ
項
目
別
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
を
一
読
す
る
だ
け
で
も
、

こ
の
祭
祀
に
は
様
々
な
宗
教
的
要
素
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た

と
え
ば
、
シ
ョ
ル
と
呼
ば
れ
る
、
ヤ
ジ
リ
の
先
を
も
ち
、
柄
に
対
し
て
直
角

の
取
っ
手
の
つ
い
た
、
長
さ
約
一
・
七
メ
…
ト
ル
の
捧
が
あ
る
。
か
っ
て
狩

猟
な
い
し
戦
争
に
用
い
た
武
器
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
内
モ
ン
ゴ
ル
東

北
の
コ
ル
チ
ソ
地
方
で
は
、
シ
ャ
マ
ン
が
招
福
の
矢
と
し
て
用
い
て
い
る
事

例
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
で
人
を
突
く
こ
と
に
よ
っ
て
氏
族
の
確
認
を
お
こ

な
う
事
例
も
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
〃
祖
先
神
の
八
つ
の
武
器
”
と

い
わ
れ
る
も
の
は
、
蓮
の
花
を
形
ど
っ
た
銀
製
の
器
を
木
製
の
台
に
載
せ
た

も
の
で
あ
り
、
仏
教
的
色
彩
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
第
二
無
量
五
節
で
は
「
至
神
の
偶
像
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も

と
も
と
偶
像
な
ど
無
か
っ
た
と
い
う
伝
承
の
時
代
か
ら
、
一
八
六
六
年
の
「
白

幡
派
回
教
徒
の
乱
」
で
失
わ
れ
た
と
い
う
絹
糸
製
の
人
形
神
像
ま
で
の
蒋
代

の
あ
い
だ
は
、
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
や
ル
ブ
ル
ク
の
旅
行
記
で
補
わ
ざ
る
を
え
な

い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
北
京
で
製
作
さ
れ
た
布
製
の
御
神
体
と
は
、
黒

馬
に
横
乗
り
し
た
主
神
と
、
そ
れ
ら
を
と
り
ま
く
十
二
の
神
々
が
描
か
れ
た

も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
第
四
節
で
記
さ
れ
た
用
具
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
こ
れ
も
ま
た
一
九
六
六
年
に
失
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

喪
失
と
同
時
に
、
こ
の
儀
礼
は
も
は
や
継
続
実
行
不
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
に
述
べ
ら
れ
る
年
中
行
事
の
概
要
は
、
本
著
に
先
立
っ
て
書
か
れ

た
論
文
（
前
述
）
「
ハ
タ
ギ
ソ
十
三
家
神
の
四
季
祭
祀
」
で
す
で
に
知
ら
れ
て

い
る
。
両
者
の
あ
い
だ
の
基
本
的
な
違
い
は
、
本
盗
で
は
祭
礼
の
そ
れ
ぞ
れ

の
場
面
で
囑
え
ら
れ
る
供
詞
が
付
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
若
干
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
当
初
、
夏
の

祭
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
、
馬
乳
酒
を
献
じ
る
儀
礼
が
、
本
館
で
は
春

の
そ
れ
と
し
て
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
　
一
年
越
通
し
て
最
大
の

祭
礼
に
つ
い
て
、
各
儀
礼
行
為
の
記
述
順
序
が
異
な
る
こ
と
。
第
三
に
、
天

を
呼
ぶ
と
い
う
行
為
に
関
す
る
記
載
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
以
上
の
三
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評書

点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
点
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
な
か
で
も
オ
ル
ド

ス
地
方
だ
け
に
伝
わ
る
古
い
暦
の
解
釈
と
も
関
係
す
る
問
題
と
な
る
。
あ
る

程
度
一
定
し
て
い
る
は
ず
の
牧
畜
作
業
暦
と
か
か
わ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
牧
畜
作
業
暦
も
ま
た
歴
史
的
に
変
遷
し
て
い
る
ら
し
く
、
儀
礼
の
も

つ
季
節
性
あ
る
い
は
儀
礼
の
季
節
的
配
列
を
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を

反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
の
点
は
、
各
儀
礼
行
為
の
な
か
に
は
別
個
に

お
こ
な
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
を
一
落
の
式
次
第
と

し
て
捉
え
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
チ
ソ

ギ
ス
ハ
ソ
祭
典
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
祭

祀
に
は
、
宗
教
的
諸
相
が
錯
綜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
の
点
は
、
そ
れ

が
毎
年
定
期
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
に
、
先
の
論
文
で
は

言
及
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
他
の
儀
礼
行
為
よ
り
も
ず
っ

と
以
前
か
ら
途
絶
え
て
お
り
、
情
報
不
足
で
あ
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。

　
第
三
章
第
一
節
「
日
常
的
供
養
」
に
は
、
ま
ず
季
節
を
問
わ
ず
に
実
施
さ

れ
る
儀
礼
的
行
為
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
神
殿
の
そ
ば
に
は
、
儀
礼
を
主
管

す
る
一
人
な
い
し
二
人
の
専
門
家
が
住
ん
で
い
る
。
か
れ
ら
は
ゾ
ム
と
呼
ば

れ
る
。
祈
り
を
捧
げ
、
香
を
た
き
、
福
を
請
う
際
に
そ
れ
ぞ
れ
心
え
る
様
々

な
講
論
を
代
々
語
り
継
い
で
き
た
、
い
わ
ば
聖
職
者
で
あ
る
。
日
常
的
供
養

と
は
、
こ
の
聖
職
者
に
限
ら
ず
、
ハ
青
墨
ン
一
族
の
各
家
々
で
、
香
を
た
き
、

ホ
ラ
貝
を
ふ
き
、
可
能
な
限
り
供
詞
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
太
陰

暦
の
一
日
、
八
日
、
一
五
日
す
な
わ
ち
新
月
、
半
月
、
満
月
の
夜
に
は
、
灯

明
が
と
も
さ
れ
る
。
ま
た
、
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
の
あ
い
だ
で
家
畜
が
行
方
不
明

に
な
っ
た
り
、
病
人
が
で
た
り
す
る
と
、
神
殿
に
赴
き
、
ゾ
ム
を
通
じ
て
灯

明
の
光
に
よ
る
占
い
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。

　
第
三
章
第
二
節
に
記
さ
れ
た
「
正
月
の
灯
明
の
供
え
」
と
は
、
旧
暦
元
且

の
黎
明
と
と
も
に
、
各
家
々
で
あ
る
い
は
各
人
で
神
殿
に
赴
い
て
拝
み
、
一

年
の
平
安
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
主
と
し
て
羊
の
煮
も
の
が
供
え

ら
れ
る
た
め
に
、
こ
の
儀
礼
を
ま
た
「
堅
い
（
難
い
）
儀
礼
」
と
呼
ぶ
、
と

い
う
。
ど
ん
な
に
遠
く
に
住
ん
で
い
る
者
で
も
、
一
月
八
日
ま
で
に
必
ず
赴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
第
三
節
に
記
さ
れ
た
「
春
の
乳
の
祭
礼
」
と
は
、
旧
暦
四
月
（
オ

ル
ド
ス
暦
七
月
）
一
五
日
に
、
乳
製
品
や
外
乳
酒
を
天
に
献
じ
る
も
の
で
あ

る
。
正
月
の
祭
礼
と
異
な
り
、
遠
く
に
住
む
場
合
は
必
ず
し
も
神
殿
に
赴
く

必
要
は
な
く
、
各
家
々
で
神
殿
の
方
向
に
少
し
ば
か
り
歩
ん
で
、
乳
な
ど
を

ふ
り
そ
そ
ぎ
、
で
き
る
だ
け
祈
薦
文
句
を
唱
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
場
合
、
神

殿
の
方
向
に
赴
く
こ
と
を
「
足
跡
を
出
す
」
と
表
現
す
る
。
こ
れ
は
、
一
般

に
、
元
旦
の
朝
に
吉
兆
と
さ
れ
る
方
向
へ
歩
い
て
い
き
、
酒
な
ど
を
注
ぐ
習

慣
で
あ
る
。
本
著
に
は
オ
ル
ド
ス
地
方
の
習
慣
と
し
て
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、

他
の
地
方
で
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
藤
野
四
節
は
「
夏
の
（
羊
の
）
煮
も
の
の
大
祭
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

旧
暦
五
月
（
オ
ル
ド
ス
暦
八
月
）
八
日
に
、
～
族
全
員
が
神
殿
に
赴
い
て
お

こ
な
わ
れ
る
。
正
月
や
春
の
儀
礼
と
は
ち
が
っ
て
、
ハ
タ
ギ
ン
一
族
が
一
同

に
会
す
る
（
こ
れ
を
「
群
れ
を
集
め
る
」
と
い
う
）
点
、
さ
ら
に
流
鏑
馬
、

一
族
の
旗
の
掲
揚
、
家
畜
の
神
聖
化
な
ど
、
他
の
群
盲
に
み
ら
れ
な
い
も
の

が
あ
る
点
で
、
ま
さ
に
「
大
祭
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
祭
礼
は
ま
た
「
ト

ゥ
ル
（
子
畜
）
の
大
祭
」
と
も
呼
ば
れ
る
と
い
う
。
ト
ゥ
ル
は
一
説
に
ト
ゥ

ヘ
ル
と
も
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
ま
さ
し
く
子
畜
を
意
味
す
る
か
ど

う
か
さ
え
、
実
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
実
り
に
子
畜
の
意
味
だ
と
し
て
、

そ
う
呼
ば
れ
る
理
由
に
つ
い
て
著
者
は
、
子
畜
を
母
君
か
ら
引
き
離
し
、
搾

乳
を
開
始
す
る
季
節
の
始
ま
り
に
相
学
す
る
か
ら
だ
と
い
う
人
々
の
見
解
を
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注
記
し
て
い
る
。
こ
の
五
月
八
日
の
夏
祭
り
が
搾
乳
の
始
ま
り
に
相
当
す
る

な
ら
、
そ
れ
に
先
立
つ
四
月
一
五
日
の
「
春
の
乳
の
祭
り
」
は
、
い
わ
ゆ
る

初
乳
の
祭
り
に
相
当
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
よ
り
も
む
し
ろ
著
老

が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
チ
ン
ギ
ス
ハ
ソ
祭
典
に
お
け
る
夏
の
祭
礼
と
の
期

日
の
違
い
で
あ
る
。
チ
ン
ギ
ス
ハ
ソ
陵
で
は
、
五
月
八
日
で
は
な
く
、
五
月

一
五
日
に
夏
の
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
上
天
」
よ
り
も
む

し
ろ
祖
先
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ン
個
人
が
崇
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ハ
タ

ギ
ソ
一
族
の
祭
礼
は
、
よ
り
古
い
宗
教
形
態
、
す
な
わ
ち
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
を

色
濃
く
残
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
期
日
が
違
う
の
だ
、
と
著
者
は
主
張
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
半
月
ば
か
り
の
ず
れ
以
上
に
『
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
の
祖
先
神
祭

祀
』
と
『
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ソ
祭
典
』
と
で
は
、
年
中
の
最
大
行
事
が
そ
も
そ
も

季
節
を
異
に
し
て
い
る
。
後
者
で
は
、
元
旦
か
ら
数
え
て
九
×
九
の
八
一
日

め
に
あ
た
る
旧
暦
三
月
（
オ
ル
ド
ス
暦
六
月
）
二
一
日
の
春
の
祭
典
が
、
一

年
の
う
ち
最
大
の
祭
礼
に
な
る
。
そ
し
て
五
月
一
五
日
の
夏
の
祭
礼
は
、
馬

弓
酒
を
天
に
献
じ
た
春
の
祭
典
を
最
終
的
に
終
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

だ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
チ
ソ
ギ
ス
ハ
ン
以
前
の
祭
祀
と
以
後
の
祭
祀
と
で
は
、

微
妙
に
季
節
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
異
な
っ
て
い
て
も
当
然
で
あ
る

と
し
な
が
ら
、
本
著
全
体
の
傾
向
と
し
て
は
、
む
し
ろ
一
致
点
が
随
晴
、
多

々
『
成
告
思
汗
祭
典
』
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
両
者
は
い
っ

た
い
、
祭
祀
全
体
に
わ
た
っ
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
一
致
し
、
ま
た
異
な

っ
て
い
る
の
か
、
今
後
の
比
較
研
究
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
さ
て
、
大
祭
で
あ
る
「
夏
の
祭
礼
」
に
は
様
々
な
場
薗
が
あ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
定
め
ら
れ
た
供
詞
が
唱
え
ら
れ
る
。
第
三
章
全
体
を
通
じ
て
、
ほ
と

ん
ど
の
紙
面
は
、
そ
う
し
た
三
下
に
さ
か
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
残
念
な

が
ら
、
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
、
本
節
で
は
分
析
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か

に
、
各
テ
キ
ス
ト
を
同
名
な
い
し
同
類
の
他
の
テ
キ
ス
ト
と
照
合
し
た
こ
と

だ
け
が
注
記
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー

ク
の
初
歩
的
作
業
も
欠
か
せ
な
い
が
、
今
後
、
よ
り
詳
細
に
分
析
を
す
す
め

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
際
に
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
視

点
を
私
見
と
し
て
以
下
に
三
点
述
べ
て
お
く
。

　
ま
ず
、
ア
タ
ガ
テ
ソ
グ
リ
云
々
と
題
さ
れ
た
三
つ
の
供
詞
の
存
在
が
注
目

さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
サ
ソ
（
畑
鼠
）
、
ダ
ー
ト
ラ
ガ
（
祈
事
）
、
ゴ
イ
ダ
ル

（
祈
請
）
と
区
別
さ
れ
て
お
り
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
清
め
、
旗
の
儀
礼
の
前
、

旗
の
儀
礼
の
後
と
い
う
よ
う
に
場
面
を
変
え
て
唱
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

旗
の
儀
礼
と
は
、
火
の
色
を
し
た
旗
、
ヤ
ジ
リ
の
つ
い
た
棒
（
シ
ョ
ル
）
、

な
ど
と
順
々
に
神
殿
の
も
と
に
運
び
込
む
儀
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
式
次
第

と
し
て
の
規
制
が
ゆ
る
や
か
で
比
較
的
自
由
に
行
わ
れ
る
流
鏑
馬
と
は
違
っ

て
、
参
加
者
全
員
の
晃
守
る
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
前
後
を
一
定
の
動

詞
で
は
さ
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
祭
礼
全
体
で
の
配
置
が
明
確
化
さ
れ
て
い

る
と
い
う
特
質
を
備
え
た
儀
礼
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
特
質
か
ら
、

「
旗
」
を
め
ぐ
る
儀
礼
は
、
こ
の
夏
の
祭
礼
に
お
け
る
、
中
枢
部
分
に
相
当

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
タ
ガ
テ
ソ
グ
リ
を
め
ぐ
っ
て
、
清
め
の
詞
、
旗

の
儀
礼
の
前
後
に
配
さ
れ
る
詞
と
続
き
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
に
最
後
の
共
食

を
く
わ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夏
の
大
祭
を
貫
く
一
本
の
太
い
糸
が
浮
か
び

上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
二
に
注
掻
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
祭
祀
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
清
め

を
目
的
と
し
て
供
詞
「
サ
ソ
」
が
三
つ
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
第
二
章
に
記

さ
れ
た
「
清
め
の
サ
ン
」
、
「
十
三
家
神
の
サ
ソ
」
「
狐
の
サ
ソ
」
の
順
に
、
そ

れ
ぞ
れ
壁
の
前
、
囲
い
の
中
、
神
殿
の
前
と
、
場
所
を
奥
へ
と
す
す
め
る
か

た
ち
で
読
み
あ
げ
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
う
ち
、
「
十
三
家
神
の
サ
ン
」
の
先
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評書

頭
に
は
、
後
に
な
っ
て
か
ら
仏
教
に
由
来
す
る
「
招
橿
ダ
ル
一
こ
の
詞
句
が

付
加
さ
れ
た
。
ま
た
最
後
者
の
「
狐
の
サ
ン
」
は
、
最
も
長
い
も
の
で
あ
り
、

モ
ン
ゴ
ル
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
研
究
に
と
っ
て
の
重
要
な
資
料
と
し
て
す
で
に

簡
単
な
が
ら
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
（
ハ
イ
シ
ッ
ヒ
の
ほ
か
に
も
『
内

蒙
古
社
会
科
学
』
一
九
八
四
年
一
号
、
一
七
六
頁
）
こ
れ
自
体
に
も
仏
教
の

影
響
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
否
め
な
い
も
の
の
、
最
前
者
の
「
清
め
の
サ

ソ
」
に
比
べ
れ
ば
、
明
ら
か
に
よ
り
古
い
世
界
観
な
い
し
宗
教
的
思
想
を
反

映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
サ
ソ
に
つ
い
て
、
特
微
を
鮮

明
に
す
る
た
め
に
敢
え
て
一
言
で
形
容
す
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
仏
教
的
、

祖
先
神
祭
祀
的
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
と
で
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
少
な
く

と
も
、
仏
教
的
色
彩
は
、
順
次
薄
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、

錫
代
の
ア
ル
タ
ン
ハ
ー
ソ
以
来
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
の
仏
教
以
外
の
宗
教

的
活
動
は
政
治
的
に
禁
止
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
こ
の
祭
祀
を
維

持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
が
必
要
で
あ
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
中
身
が
始
ま
る
ま
で
に
、
何
度
も
異
な
っ
た
清
め

が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
の
儀
礼
は
、
い
か
に
も
秘
せ
ら
れ
た
感
が
あ
る
。
著
者

は
、
こ
の
点
を
清
め
に
関
す
る
厳
格
な
戒
律
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
、
仏
教
的
色
彩
を
加
え
た
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
も
解
釈
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
仏
教
的
な
覆
い
に
限
ら

ず
、
宗
教
的
諸
相
の
重
層
性
や
儀
礼
の
歴
史
的
変
遷
な
ど
を
、
こ
れ
ら
三
点

の
清
め
の
供
詞
に
注
目
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
三
の
視
点
は
、
第
一
の
視
点
同
様
に
、
ナ
ム
ダ
グ
云
々
と
称
さ
れ
た
供

詞
が
二
つ
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
清
め
の
後
、
い
よ
い
よ
祭

礼
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ナ
ム
ダ
グ
と
い
う
祭
詞
が
唱
え
ら
れ
る
。
旗
の

儀
礼
後
に
唱
え
ら
れ
る
ア
タ
ガ
テ
ソ
グ
リ
へ
の
請
詞
の
あ
と
に
も
ナ
ム
ダ
グ

の
請
詞
が
続
く
。
つ
ま
り
、
旗
の
儀
礼
を
中
心
に
前
後
を
は
さ
む
か
た
ち
で

ア
タ
ガ
テ
ソ
グ
リ
へ
の
供
詞
が
あ
り
、
こ
れ
を
さ
ら
に
は
さ
む
よ
う
に
し
て

ナ
ム
ダ
グ
の
訳
詞
が
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
旗
を
め
ぐ
る

儀
礼
す
な
わ
ち
ア
タ
ガ
テ
ン
グ
リ
祭
祀
を
仏
教
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
く
る
ん
だ

よ
う
な
配
列
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
の
視
点
で
述
べ
た
推
測
を
さ
ら
に
裏
付

け
る
よ
う
な
、
イ
レ
コ
構
造
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
三
つ
の
視
点
を
総
合
し
て
テ
キ
ス
ト
を
読
み
と
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
祭
と
し
て
ふ
く
ら
ん
だ
こ
の
祭
礼
を
、
宗
教
的
諸
相
の
成
分
に
分
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
祭
祀
を
分
析

す
る
に
あ
た
っ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
多
様
な
供
詞
テ
キ
ス
ト
の
配
列
に
注

目
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
第
三
章
第
五
節
に
記
さ
れ
た
「
秋
の
（
羊
の
）
煮
も
の
の
祭
礼
」
と
は
旧

暦
九
月
（
オ
ル
ド
ス
暦
＝
一
月
）
八
日
に
、
祖
先
に
対
し
て
羊
煮
を
供
え
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
一
族
が
会
し
、
共
食
す
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

　
第
三
章
第
六
節
に
記
さ
れ
た
門
ハ
タ
ギ
ン
一
族
の
鎮
天
儀
礼
」
と
は
、
雷

の
被
害
が
多
い
と
き
に
、
天
を
呼
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
成
告
思
汗
祭

典
』
に
も
、
意
図
的
に
雷
を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
災
害
と
し
て
の
雷
を

遠
ざ
け
る
と
い
う
こ
の
習
慣
が
、
仏
教
的
色
彩
を
含
ま
な
い
伝
統
と
し
て
特

筆
さ
れ
て
い
る
。
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
も
ま
た
、
ア
タ
ガ
テ
ソ
グ
リ
を
ま
つ
る
一

環
と
し
て
、
こ
の
伝
統
を
低
え
て
き
た
が
、
毎
年
定
期
的
に
お
こ
な
わ
れ
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
儀
礼
に
関
す
る
教
義
書
が
失
わ
れ
た
こ
と
、
長

年
の
気
象
条
件
の
変
化
で
雷
害
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、

も
は
や
古
老
で
さ
え
も
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
著
者
の
聞
き
取
り

調
査
に
よ
っ
て
、
天
を
呼
ぶ
特
別
の
家
系
の
者
が
乳
児
を
つ
ま
ん
で
泣
か
せ
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る
習
慣
も
あ
っ
た
こ
と
、
雷
害
が
多
い
と
ア
タ
ガ
テ
ン
グ
リ
の
怒
り
を
鎮
め

る
た
め
に
、
何
人
か
が
奇
怪
な
格
好
を
し
て
草
原
を
馬
に
乗
っ
て
走
り
回
り
、

天
を
呼
び
叫
ん
だ
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
雷
神
と
し
て
の
ア
タ

ガ
テ
ン
グ
リ
の
性
格
を
よ
く
示
す
儀
礼
的
行
為
が
、
最
後
に
付
記
さ
れ
て
本

著
は
終
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
本
著
は
、
そ
の
「
ま
え
が
き
」
の
最
後
で
、
「
型
番
ギ
ン
一
族
が
伝

え
て
き
た
ハ
…
ソ
家
の
祖
先
神
崇
拝
」
を
研
究
す
る
意
義
、
す
な
わ
ち
本
著

の
意
義
を
、
次
の
三
点
に
絞
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
「
モ
ン
ゴ
ル
族
が

ど
の
民
族
に
も
ま
し
て
出
自
を
よ
く
記
憶
し
て
い
る
」
と
い
う
ラ
シ
ド
『
集

史
』
の
記
述
に
関
し
て
、
で
は
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
具
体
化
さ

れ
て
い
た
か
と
い
う
心
妻
方
法
の
秘
密
が
理
解
で
き
る
こ
と
。
第
二
に
、
チ

ソ
ギ
ス
ハ
ン
以
前
に
遡
る
モ
ン
ゴ
ル
族
の
一
つ
で
あ
る
ハ
タ
ギ
ソ
氏
族
、
と

り
わ
け
オ
ル
ド
ス
の
ハ
タ
ギ
ン
一
族
の
文
化
史
に
つ
い
て
具
体
的
な
資
料
が

提
示
さ
れ
る
こ
と
。
第
三
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
、
文
学
、
思
想

等
の
歴
史
を
研
究
す
る
際
の
、
重
要
な
一
次
資
料
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
。
以

上
の
三
点
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
第
一
節
の
紹
介
で
ふ
れ
た
。

た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
ハ
タ
ギ
ン
一
族
の
儀
礼
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
実
践

さ
れ
て
い
る
か
、
本
著
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
著
者
が
『
元
朝
秘
史
』

に
あ
る
“
主
格
黎
（
ジ
ュ
ゲ
リ
）
”
祭
天
に
つ
い
て
、
か
な
り
具
体
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
最
大
の
理
由
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

ハ
タ
ギ
ソ
一
族
の
儀
礼
を
経
験
的
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、

読
者
が
こ
れ
を
追
体
験
す
る
の
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ュ

ル
ト
と
い
う
特
殊
な
内
臓
が
、
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
の
儀
礼
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
登
場
し
て
く
る
の
か
、
第
三
章
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
章
第
一

節
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ュ
ル
ト
の
語
義
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
を
参

会
者
一
同
に
配
分
し
て
共
食
し
て
い
た
事
実
は
、
本
著
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
。
記
載
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
、
史
料
か
ら
再
構
成
さ

れ
る
祖
先
神
祭
祀
の
「
過
去
形
」
と
、
聞
き
取
り
な
ど
か
ら
再
構
成
さ
れ
る

数
十
年
前
の
「
現
在
形
」
と
の
あ
い
だ
の
変
遷
過
程
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
た
し
か
に
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
の
歴
史
を

ひ
も
と
く
う
え
で
の
資
料
提
供
に
な
っ
て
い
る
点
は
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、

部
族
史
を
研
究
目
的
に
据
え
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
史
料
を
用
い
て
裏

付
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
著
の
意
義
は
、
オ
ル
ド
ス
の
な
か

で
も
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
が
特
殊
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に

あ
る
。
な
ん
ら
か
の
歴
史
的
経
緯
が
隠
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
、
今

後
の
歴
史
学
的
研
究
が
望
ま
れ
る
。

　
第
三
の
意
義
こ
そ
は
、
本
著
の
主
眼
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の

『
蒙
古
学
』
の
紹
介
文
に
は
、
「
従
来
の
シ
ャ
ー
・
ニ
ズ
ム
研
究
が
、
　
シ
ャ
マ

ン
の
踊
り
や
語
り
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
の
に
対
し
て
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
が

崇
拝
の
対
象
と
す
る
〃
テ
ソ
グ
リ
（
天
）
”
そ
の
も
の
の
研
究
へ
と
視
点
を
う

つ
し
て
い
る
こ
と
が
、
本
著
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
タ
ギ
ソ
一
族
の
祖
先
神
祭
紀
に
シ
ャ
マ
ニ
ズ

ム
的
要
素
が
み
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
儀
礼
を
た
だ
ち
に
シ
ャ
マ
ニ

ズ
ム
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
に
、
そ
も
そ
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
シ
ャ
マ
ン

の
不
在
す
ら
不
問
の
ま
ま
に
、
仏
教
以
前
の
宗
教
的
事
象
を
す
べ
て
シ
ャ
マ

ニ
ズ
ム
と
し
て
一
括
し
て
し
ま
う
態
度
は
、
学
問
的
と
は
い
え
な
い
。
様
々

な
宗
教
的
側
面
が
錯
綜
す
る
こ
の
儀
礼
を
、
分
解
し
て
と
ら
え
て
い
く
こ
と

が
、
今
後
の
大
き
な
癖
馬
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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砂
漠
の
な
か
の
オ
ア
シ
ス
に
、
そ
の
舞
台
は
据
え
ら
れ
た
。
壁
の
な
い
テ

ン
ト
と
称
さ
れ
る
神
殿
が
大
道
具
な
ら
、
旗
、
刀
、
弓
矢
な
ど
の
様
々
な
小

道
具
も
用
意
さ
れ
る
。
儀
礼
に
は
シ
ナ
リ
オ
が
あ
り
、
祝
詞
の
よ
う
な
セ
リ

フ
も
あ
る
。
こ
の
儀
礼
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
に
繰
り
返
し
演
じ
ら
れ
て
き
た

ド
ラ
マ
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
著
の
登
場
に
よ
っ
て
、

こ
う
し
た
問
い
か
け
が
可
能
な
と
こ
ろ
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

こ
そ
、
本
著
の
最
大
の
意
義
で
あ
り
、
今
後
の
出
発
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
蒙
古
文
化
出
版
局
（
ハ
イ
ラ
ル
）
｝
九
八
七
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
圏
立
民
族
学
博
物
朗
・
第
一
研
究
部
・
助
手
）
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